
愛
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

民
俗
芸
能
Ｎ
Ｏ
Ｗ

上
町
法
印
神
楽

願
い
を
込
め
た

削
り
か
け

ふ
る
さ
と
食
紀
行

あ
く
ま
き

ふ
れ
あ
い
探
訪

二
〇
一
八
年 

二
月
号

か
ん

ま
ち

（ 

表
紙
の
絵 

）

島
根
県
松
江
市

諸も
ろ

手た

船ぶ
ね

神
事

２
０
１
８
年 

２
月
号

　
美
保
神
社
に
ま
つ
ら
れ
る
え
び
す
様
は
、
出
雲
大
社
の
大
黒
様
と
親

子
の
関
係
と
さ
れ
、
両
方
の
神
社
を
お
参
り
す
れ
ば
願
い
が
叶
う
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
北
前
船
の
風
待
ち
潮
ま
ち
で
栄
え
た
港
町
・
美み

保ほ
の

関せ
き

。

風
情
の
あ
る
石
畳
の
通
り
や
名
物
の
イ
カ
の
一
夜
干
し
を
販
売
す
る
お

店
な
ど
も
あ
り
、
旅
情
を
誘
う
風
景
が
広
が
り
ま
す
。

　
訪
れ
た
十
二
月
三
日
は
国
譲
り
の
神
話
を
再
現
し
た
諸
手
船
神
事
が

行
わ
れ
、
大
勢
の
人
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
寒
空
の
下
、
港
に
二
艘
の
船

が
用
意
さ
れ
、
白
装
束
の
男
達
が
湾
の
対
岸
か
ら
岸
に
戻
り
、
櫂か

い

な
ど

で
幾
度
も
水
を
掛
け
合
い
ま
し
た
。
そ
の
勇
壮
な
姿
に
賛
辞
の
拍
手
が

鳴
り
響
き
ま
し
た
。

　
港
か
ら
二
㎞
ほ
ど
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
を
歩
い
た
所
に
美
保
関
灯
台

は
あ
り
ま
し
た
。
山
陰
最
古
と
さ
れ
る
石
造
り
の
灯
台
は
美
し
く
、
行

き
交
う
船
の
安
全
を
ず
っ
と
見
守
っ
て
い
ま
す
。
遠
く
に
見
え
る
隠
岐

の
島
や
雄
大
な
大
山
を
見
つ
め
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
優
し
く
海
を
照

ら
し
て
ゆ
く
の
で
し
ょ
う
か
。

国
譲
り
神
話
に
ち
な
ん
だ
祭

礼
。
２
艘
の
和
舟
に
乗
っ
た
白

装
束
の
氏
子
た
ち
が
、
競
争
し

つ
つ
激
し
く
海
水
を
掛
け
合

い
、
国
を
譲
る
こ
と
に
対
す
る

神
の
意
見
を
伺
う
。

平
成
30
年
２
月
１
日
発
行
　
通
巻
４
５
０
号

発
行
／
一
般
社
団
法
人 

全
国
農
協
観
光
協
会
　
〒
１
０
１
︲
０
０
２
１
東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
１
︲
16
︲
８
　
Ｎ
ツ
ア
ー
ビ
ル
４
階
　
☎
０
３
︲
５
２
９
７
︲
０
３
２
１
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文
／
常
瀬
村
泰
（
農
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

写
真
／
青
木 

衛
、
松
岡
祐
一
郎
（
Ｐ
６
）、
Ｊ
Ａ
高
岡

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
栽
培
が
始
ま
っ
て

お
よ
そ
１
０
０
年
と
な
る
富
山
県
。

立
山
連
峰
か
ら
注
ぎ
出
る

豊
富
な
水
、
肥
沃
な
土
壌
、

栽
培
に
適
し
た
気
温
と
日
照
。

そ
し
て
人
々
の
思
い
、
技
―
―
。

こ
れ
ら
が
相
ま
っ
て
生
み
出
さ
れ
る

色
と
り
ど
り
の
花
が
、
こ
こ
か
ら

全
国
へ
と
旅
立
っ
て
い
き
ま
す
。

富
山
県  

高
岡
市
（
Ｊ
Ａ
高
岡
管
内
）

「
さ
い
た
、
さ
い
た
」
の
歌
い
出
し
で
親
し
ま
れ

る
童
謡
『
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
』。「
あ
か
、
し
ろ
、
き

い
ろ
」
に
並
ぶ
色
と
り
ど
り
の
姿
は
、
花
壇
な
ど

で
も
お
な
じ
み
の
花
で
す
。

　
全
国
有
数
の
産
地
で
あ
る
富
山
県
の
な
か
で

も
、
こ
こ
高
岡
市
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
特
徴
は
、

「
一
言
で
い
え
ば
少
数
精
鋭
」（
Ｊ
Ａ
高
岡
・
高

井
正
行
さ
ん
）。
９
人
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
す
る

農
家
グ
ル
ー
プ
「
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
オ
ブ
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
」
が
中
心
と
な
っ
て
栽
培
し
て
い
ま
す
。

「
み
ん
な
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
へ
の
愛
情
が
め
ち
ゃ

く
ち
ゃ
強
い
ん
で
す
よ
。
ミ
ス
タ
ー
ア
イ
ラ
ブ

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
ば
っ
か
り
！
」
と
、
高
井
さ
ん
は

笑
い
ま
す
。

　
高
岡
産
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
切
り
花
が
店
頭
に
並

び
始
め
る
の
は
、
12
月
中
頃
。
し
ん
し
ん
と
雪
が

降
り
し
き
る
な
か
、
農
業
用
ハ
ウ
ス
で
ひ
と
足
早

く
春
の
気
温
に
包
ま
れ
た
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
が
、
収

穫
の
時
を
待
っ
て
い
ま
す
。

「
６
月
に
球
根
を
掘
り
取
り
、
冷
蔵
庫
で
2
ヶ
月

ほ
ど
冷
や
し
ま
す
。
秋
に
な
っ
た
ら
ハ
ウ
ス
に
定

植
し
て
加
温
し
、
冬
に
出
荷
す
る
ん
で
す
」

　
生
産
農
家
の
須
田
龍
矢
さ
ん（
42
）が
説
明
し
て

く
れ
ま
し
た
。
夏
に
冷
や
し
て
冬
に
温
め
る
と
い

下／濃い紫色が特徴の新品種
は「夜の帝王」と名付けられた。
１つの品種が生まれて世に出
るまで、最低 25 年はかかる
といわれている

上／世界的にはオランダが圧
倒的なシェアを誇るチューリッ
プの球根栽培だが、高岡では

「地玉」と呼ばれる自家採取
の球根にこだわる

愛
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

ミ
ス
タ
ー
ア
イ
ラ
ブ

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

Toyama

Takaoka-city
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う
の
も
、
な
ん
だ
か
非
効
率
な
気
が
し
ま
す
が

…
…
、

「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
球
根
に
冬
と
春
を
疑
似
体
験

さ
せ
る
ん
で
す
。
冷
蔵
庫
で
保
存
さ
れ
て
い
た

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
が
温
か
い
ハ
ウ
ス
に
移
さ
れ
る

と
、『
あ
、
春
が
来
た
ん
だ
』
と
勘
違
い
し
て
咲

い
て
く
れ
る
わ
け
で
す
」

　
こ
の
栽
培
法
に
よ
っ
て
、
花
が
少
な
い
冬
の
時

期
に
出
回
る
貴
重
な
品
種
と
し
て
、
チ
ュ
ー
リ
ッ

プ
は
花
屋
さ
ん
な
ど
で
も
長
く
重
宝
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
―
―

「
そ
れ
も
ひ
と
昔
前
の
話
で
す
。
今
は
ラ
ナ
ン
キ
ュ

ラ
ス
や
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
、
ダ
リ
ア
な
ど
、
冬
で
も

出
回
る
花
が
増
え
ま
し
た
か
ら
…
…
」（
高
井
さ
ん
）

　
日
本
人
に
と
っ
て
な
じ
み
深
い
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

は
、
昔
な
が
ら
の
「
日
持
ち
が
悪
い
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
も
た
れ
が
ち
で
、
売
れ
に
く
く
な
っ
た

と
い
い
ま
す
。

「
か
つ
て
の
よ
う
な
作
り
方
、
売
り
方
で
は
、
た

ち
ゆ
か
ん
時
代
に
な
っ
た
な
」

　
清
都
和
文
さ
ん（
65
）は
そ
う
語
り
ま
す
。
高
岡

で
40
年
以
上
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
を
作
り
続
け
て
き

た
、
自
他
と
も
に
認
め
る
名
人
。

　
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
と
い
え
ば
、
子
ど
も
の
頃
に
花

お
れ
た
ち
は

一
年
中
さ
わ
っ
て
い
る

壇
や
プ
ラ
ン
タ
ー
で
球
根
を
植
え
た
記
憶
が
あ
る

人
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

「
今
は
庭
や
花
壇
が
あ
る
人
も
少
の
う
な
っ
た

し
、
植
え
た
ら
植
え
た
で
草
取
り
や
水
や
り
を
せ

に
ゃ
な
ら
ん
か
ら
、
現
代
人
は
そ
ん
な
余
裕
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
」（
清
都
さ
ん
）

　
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
は
球
根
栽
培
と
切
り
花
栽
培
に

分
か
れ
、
球
根
は
露
地
に
植
え
ら
れ
て
７
月
頃
に

収
穫
さ
れ
ま
す
。
一
方
の
切
り
花
は
ハ
ウ
ス
に
植

え
ら
れ
、
12
月
中
頃
か
ら
収
穫
さ
れ
て
店
頭
に
並

び
ま
す
。

　
産
地
と
し
て
は
、「
切
り
花
需
要
に
応
え
た
作

どうしたら花を買ってもらえるか、そのことをいつも考えていると須田さんは言う

数年前に価格が下落し、全
国的に生産農家が激減した
チューリップ。産地では生き残
りをかけた懸命の努力が続く

ベテラン農家の清都さんは、2000 種以上の新品種を育成し、産地を牽引してきた立役者だ

ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド

グ
ッ
ド
シ
ュ
ニ
ク
ダ
ブ
ル

ミ
ス
テ
リ
ア
ス
パ
ー
ロ
ッ
ト

ケ
ー
プ
ラ
ン
ト
キ
フ
ト

セ
ン
シ
ャ
ル
タ
ッ
チ

フ
レ
ミ
ン
グ
パ
ー
ロ
ッ
ト

エ
ン
ド
レ
ス
ラ
ブ

モ
ン
テ
ス
パ
イ
ダ
ー

ほ
う
お
う
の
舞

り
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
清
都
さ
ん
は

言
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
一
朝
一
夕
に
は
い

き
ま
せ
ん
。
前
出
の
須
田
さ
ん
が
こ
ん
な
話
を
し

て
く
れ
ま
し
た
。

「
１
品
種
あ
た
り
50
本
の
花
を
１
箱
に
入
れ
て
出

荷
し
て
い
る
ん
で
す
が
、花
屋
さ
ん
か
ら
し
た
ら
、

そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
は
い
ら
な
い
、
と
。
１
箱
に

２
品
種
25
本
ず
つ
と
か
、
5
品
種
10
本
ず
つ
と
か

に
し
て
ほ
し
い
、
と
言
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
」（
須
田
さ
ん
）

　
花
も
な
か
な
か
売
れ
な
い
時
代
。「
10
本
仕
入

れ
て
7
本
捨
て
る
」
な
ど
と
も
い
わ
れ
る
花
業
界

の
厳
し
い
実
情
も
あ
る
よ
う
で
、
要
望
は
シ
ビ
ア

で
す
。
従
来
の
産
地
側
で
は
、
こ
う
し
た
細
か
い

ニ
ー
ズ
に
は
い
ち
い
ち
応
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う

ス
タ
ン
ス
も
根
強
か
っ
た
の
で
す
が
、「
高
岡
は

違
い
ま
す
」
と
高
井
さ
ん
。

「
と
に
か
く
お
客
さ
ん
の
声
を
大
事
に
し
よ
う
、

と
い
う
ス
タ
ン
ス
な
ん
で
す
。『
無
理
で
す
』『
で

き
ま
せ
ん
』
じ
ゃ
な
く
て
、『
ま
ず
や
っ
て
み
よ

う
よ
』
と
。
そ
れ
が
高
岡
流
な
ん
で
す
」

　
こ
れ
が
で
き
る
の
は
、
小
回
り
が
き
く
少
数
精

鋭
の
産
地
だ
か
ら
こ
そ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し

て
何
よ
り
、
生
産
者
ひ
と
り
ひ
と
り
の
思
い
が
、

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
求
め
に
応
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
で

貫
か
れ
て
い
る
か
ら
。

　
た
と
え
ば
、「
も
っ
と
日
持
ち
の
よ
い
花
を
」

と
い
う
ニ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。高
岡
で
は
、チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
の
出
荷
時
に
切
り
花
専
用
の
栄
養
剤
を
用

い
る
こ
と
で
、
花
も
ち
を
３
日
以
上
延
ば
す
こ
と

に
成
功
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
当
然
生

産
コ
ス
ト
に
跳
ね
返
り
ま
す
し
、
手
間
も
か
か
り

ま
す
。
そ
れ
で
も
や
る
。
な
ぜ
な
ら
―
―

「
そ
り
ゃ
あ
、
あ
れ
だ
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
が
好
き

だ
か
ら
な
あ
」

　
清
都
さ
ん
は
そ
う
言
っ
て
、
は
っ
は
っ
は
、
と

快
活
に
笑
う
の
で
し
た
。

「
お
れ
た
ち
は
一
年
中
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
に
さ
わ
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
」

　
須
田
さ
ん
は
そ
う
言
い
ま
す
。
多
く
の
産
地
が

切
り
花
だ
け
、
あ
る
い
は
球
根
だ
け
の
栽
培
に
シ

フ
ト
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
高
岡
の
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
農
家
は
、
ほ
と
ん
ど
が
両
方
に
携
わ
っ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
年
間
を
通
し
て
何
ら
か
の
作

業
が
い
つ
も
あ
る
。
そ
こ
に
、「
冬
場
の
稼
ぎ
」

新品種続 ！々高岡オリジナルの
ニューフェイスたち
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今年で５年目を迎えるチューリップ花摘み隊
は、猫の手援農隊の人気企画。毎年４月、
満開のチューリップ畑で摘花作業をお手伝
いします。手間のかかる作業のため、産地
では慢性的な人材不足が悩みの種。初春の
北陸でさわやかな風に包まれての花摘みは、
インスタ映えも抜群です！ ぜひふるってご
参加ください。

「チューリップ花摘み隊」

と
し
て
作
る
だ
け
の
も
の
と
は
異
な
る
、
花
へ
の

深
い
愛
着
が
生
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
高
岡
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
を
語
る
上
で
、
欠
か
せ

な
い
も
う
一
つ
の
要
素
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
品

種
の
数
。
実
に
年
間
１
７
０
を
ゆ
う
に
越
え
る
品

種
が
生
産
さ
れ
、
出
荷
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ

れ
は
文
句
な
し
に
全
国
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
。

　
通
称
「
高
岡
３
兄
弟
」
の
異
名
を
も
つ
オ
リ
ジ

ナ
ル
品
種
「
春
」、「
か
ぐ
や
」、「
ほ
う
お
う
の
舞
」

を
筆
頭
に
、「
テ
タ
テ
」、「
モ
ン
テ
ス
パ
イ
ダ
ー
」、

「
夜
の
帝
王
」
と
い
っ
た
個
性
豊
か
な
も
の
ま
で
、

文
字
通
り
百
花
繚
乱
。

　
さ
ら
に
驚
く
べ
き
は
、
舞
台
裏
で
デ
ビ
ュ
ー
を

待
つ
次
世
代
ブ
ラ
ン
ド
は
、
２
０
０
０
種
以
上
に

も
の
ぼ
る
と
い
い
ま
す
。

　
そ
の
牽
引
役
こ
そ
、前
出
の
清
都
さ
ん
。チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
栽
培
の
か
た
わ
ら
、
20
年
以
上
に
わ
た
り

独
学
で
育
種
研
究
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

「
色
や
形
の
良
さ
は
も
ち
ろ
ん
だ
け
ど
、
耐
病
性

と
か
高
温
に
強
い
と
か
栽
培
コ
ス
ト
が
か
か
ら
ん

と
か
、
矛
盾
す
る
条
件
を
満
た
し
て
く
れ
る
よ
う

な
夢
の
独
自
品
種
を
、
自
分
の
手
で
生
み
出
し
た

い
ん
だ
な
」

　
地
道
な
交
配
作
業
を
繰
り
返
し
、
新
た
な
特
性

を
も
つ
品
種
を
見
出
し
、
選
抜
し
、
淘
汰
し
、
育

成
し
、
登
録
す
る
。
そ
れ
が
よ
う
や
く
ブ
ラ
ン
ド

を
冠
し
て
世
に
出
て
生
産
ベ
ー
ス
に
乗
る
ま
で

に
、最
低
で
も
25
年
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
育
種
は
と
に
か
く
時
間
と
手
間
が
か
か
る
。
だ

か
ら
み
ん
な
途
中
で
く
じ
け
る（
笑
）」

　
自
ら
生
み
出
し
た
品
種
を
見
届
け
る
こ
と
な

く
、
次
代
に
託
す
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
あ
る
世
界

だ
と
清
都
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
続
け
る

原
動
力
は
、
や
は
り
こ
の
産
地
を
盛
り
上
げ
た
い

と
い
う
思
い
な
の
で
し
ょ
う
か
。

「
う
ー
ん
、
ま
あ
そ
れ
も
あ
る
け
ど
…
…
や
っ
ぱ

り
農
業
が
好
き
で
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
が
好
き
、
な

ん
だ
ろ
う
な
あ
」

　
さ
ら
り
と
答
え
る
そ
の
姿
に
感
心
し
て
い
る

と
、
清
都
さ
ん
は
笑
っ
て
こ
う
続
け
ま
し
た
。

「
だ
っ
て
そ
ん
な
の
当
た
り
前
だ
ろ
う
。
子
ど
も

で
も
何
で
も
、
育
て
る
の
に
愛
が
な
き
ゃ
務
ま
ら

ん
わ
い
」

　
春
。
残
雪
も
鮮
や
か
な
立
山
連
峰
を
遠
く
の
ぞ

む
砺
波
平
野
に
は
、
色
と
り
ど
り
の
チ
ュ
ー
リ
ッ

プ
が
咲
き
誇
り
ま
す
。
清
都
さ
ん
が
開
発
し
た

「
春
」
は
、
淡
い
ピ
ン
ク
色
が
美
し
い
品
種
。
そ

う
い
え
ば
、
ピ
ン
ク
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
花
言
葉

は
「
誠
実
な
愛
」
で
す
。

今年も
やります

！

品
種
ひ
と
つ
に

四
半
世
紀

春になるとチューリップがいっせいに咲き誇り、砺波平野を色彩豊かにいろどる

江戸時 代のはじめ、修験者たちが
五穀 豊穣を祈願して始めたとされる

上町法印神楽。300 年以上の時を超えて、
人々に受け継がれ、神に舞が奉納されています。

稲穂が実りはじめ、秋風にそよぐ 10 月。
地域の稲荷神社には、豊作を願う

地元の人々 150 人あまりがつめかけました。

神楽の未来
民俗芸能NOW

 上
か ん

町
ま ち

法印神楽（宮城県登
と

米
め

市）

　
秋
晴
れ
の
空
に
高
く
透
き
通
る
横
笛
の
し
ら
べ
。

小
気
味
よ
く
響
く
和
太
鼓
の
音
。
舞
台
に
は
端
正

な
表
情
の
面
を
つ
け
た
踊
り
手
が
一
人
。
最
初
の

演
目
「
初し

ょ

矢や

」
が
始
ま
り
ま
す
。

　
演
じ
る
の
は
17
歳
の
及
川
竜り

ゅ
うさ

ん
。
ゆ
っ
た
り

と
し
た
足
運
び
で
、
の
び
や
か
に
生
命
の
息
吹
を

表
現
し
ま
す
。

「
お
も
む
き
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
神
楽
の
動
き
す

べ
て
が
詰
ま
っ
た
演
目
な
ん
で
す
。
こ
の
舞
が
で

き
た
ら
一
人
前
で
す
ね
」

　
目
を
細
め
て
そ
う
話
す
の
は
上
町
法
印
神
楽
保

存
会
会
長
の
髙
橋
啓
一
さ
ん（
68
）。

　
か
つ
て
は
修
験
者
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
て
き
た

上
町
法
印
神
楽
。
時
代
を
経
る
に
つ
れ
、
修
験
者

か
ら
神
社
の
氏
子
へ
、
氏
子
か
ら
地
域
の
人
へ
と
、

そ
の
伝
統
が
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
保
存
会

で
は
、
年
に
1
回
の
こ
の
公
演
の
た
め
に
、
地
元

の
有
志
15
人
が
、
仕
事
や
学
校
終
わ
り
に
集
ま
り

練
習
に
励
ん
で
い
ま
す
。

「
昔
は
地
区
ご
と
に
神
楽
団
が
あ
っ
た
も
の
な
ん

で
す
よ
。
で
も
神
楽
も
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い

て
ね
」
と
、
髙
橋
さ
ん
。

　
周
辺
地
域
で
は
や
む
な
く
休
廃
止
と
な
っ
た
神

楽
も
多
い
と
か
。
そ
ん
な
状
況
の
な
か
、
保
存
会

は
間
口
を
広
げ
る
た
め
に
、
小
学
校
に
出
前
授
業

で
神
楽
を
教
え
に
出
向
く
な
ど
精
力
的
に
活
動
し

て
い
ま
す
。
そ
の
か
い
あ
っ
て
、
保
存
会
に
は
10

～
20
代
の
若
手
が
３
人
い
ま
す
。

写真／ Kay N
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メ
ン
バ
ー
の
守
屋
博
さ
ん（
72
）は
、

「
は
ま
る
子
は
ほ
ん
と
に
は
ま
っ
ち
ゃ
う
の
よ
。
面

白
さ
に
気
付
か
せ
ち
ゃ
え
ば
こ
っ
ち
の
も
ん
だ
か

ら
」
と
、
に
や
り
。

　
そ
の
視
線
の
先
に
い
る
の
は
及
川
慎し

ん

さ
ん（
24
）。

こ
の
日
、
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
を
務
め
た
竜
さ
ん
と

は
兄
弟
で
す
。

「
小
学
校
の
授
業
で
や
っ
て
お
も
し
ろ
く
っ
て
ね
。

先
輩
た
ち
も
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
か
っ
こ
い
い
ん
で
す

よ
。
歳
は
ば
ら
ば
ら
だ
け
ど
、
神
楽
の
お
か
げ
で

仲
間
っ
て
感
じ
で
す
」

　
そ
う
語
る
及
川
さ
ん
の
神
楽
歴
は
す
で
に
14
年

に
な
る
そ
う
。

「
人
生
の
半
分
以
上
や
っ
て
ま
す
ね
。
ぼ
く
ら
は
神

楽
に
は
ま
っ
ち
ゃ
っ
た
ク
チ（
笑
）。
弟
と
い
っ
し
ょ

に
若
手
で
盛
り
あ
げ
て
い
き
ま
す
よ
」

　
神
聖
な
祭
礼
で
あ
る
と
同
時
に
、
農
村
の
貴
重

な
娯
楽
と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
き
た
神
楽
。
地
域

の
人
は
、
毎
年
こ
の
日
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
そ

う
で
す
。

「
始
ま
っ
ち
ゃ
う
！ 

早
く
！
」

　
ひ
ょ
う
き
ん
な
翁
面
を
被
っ
た
舞
い
手
が
登
場

す
る
と
、
大
勢
の
子
ど
も
た
ち
が
舞
台
前
に
陣
取

り
ま
す
。
お
目
当
て
は
お
餅
。
魔
王
か
ら
穀
物
の

象
徴
「
宇う

賀が

玉た
ま

」
を
取
り
返
す
と
、
観
客
に
向
け

て
紅
白
の
お
餅
が
ま
か
れ
る
の
で
す
。

「
伝
統
の
様
式
や
所
作
を
守
り
つ
つ
も
、
や
っ
ぱ

り
楽
し
め
な
い
と
ね
。
餅
に
夢
中
の
子
ど
も
た
ち

か
ら
も
、
神
楽
を
継
ぐ
後
継
者
が
出
て
く
る
と
い

い
で
す
ね
」　

　
髙
橋
さ
ん
は
そ
う
言
っ
て
ほ
ほ
え
み
ま
す
。

　
夜
が
更
け
、
月
明
か
り
が
舞
台
を
照
ら
す
頃
、

こ
の
日
最
後
の
舞「
日や

ま
と本

武た
け
る
の
み
こ
と

命
」が
始
ま
り
ま
す
。

日
本
武
命
が
鬼
女
か
ら
草

く
さ
な
ぎ
の
つ
る
ぎ

薙
剣
を
取
り
返
す
様
子

を
演
じ
る
の
は
佐
藤
秀
美
さ
ん（
37
）と
阿
部
五
代

さ
ん（
36
）の
ベ
テ
ラ
ン
コ
ン
ビ
。

　
二
人
の
息
の
合
っ
た
舞
は
圧
巻
。
表
情
の
変
わ

ら
な
い
面
を
か
ぶ
っ
て
い
て
も
、
心
の
動
き
が
伝

わ
る
よ
う
な
身
の
こ
な
し
。
そ
の
舞
を
間
近
で
見

よ
う
と
立
ち
上
が
る
人
、
歓
声
を
上
げ
る
人
、
境

内
が
一
体
と
な
っ
て
神
楽
の
世
界
に
の
め
り
込
み

ま
す
。
お
囃
子
や
太
鼓
の
リ
ズ
ム
も
一
気
に
早
ま

り
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
―
―
。

　
日
本
武
命
が
激
し
い
剣
舞
を
披
露
し
、
終
演
。

会
場
か
ら
は
お
し
み
な
い
拍
手
が
送
ら
れ
、
子
ど

も
た
ち
か
ら
は
口
々
に
「
お
れ
も
神
楽
や
る
！
」

と
声
が
上
が
り
ま
す
。

　
息
も
絶
え
絶
え
に
楽
屋
に
な
だ
れ
込
む
演
者
た

ち
。
面
を
取
り
、
滝
の
よ
う
な
汗
を
拭
っ
て
佐
藤

さ
ん
は
一
言
。

「
ど
う
だ
っ
た
？ 

よ
か
っ
た
べ
？
」

　
興
奮
さ
め
や
ら
ぬ
会
場
を
見
つ
め
る
そ
の
表
情

に
は
、
充
足
感
が
満
ち
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、

神
楽
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
受
け
継
が
れ
て
い
く
よ
う
で
す
。

神
楽
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

1. 岩屋戸に隠れてしまった太陽の化身・天
あま

照
てらす

大
おお

御
み

神
かみ

を外に導くために、神々が試行錯誤す
る一場面。天

あめの

児
こ

屋
やねの

命
みこと

が高らかに祈りを唱える
／2.保存会のメンバーは、舞のほかにも笛や
太鼓など楽器の演奏もこなす／3.女形を演じ
ることの多い及川慎さんはつややかな舞で観
客を魅了する

4.知恵の神とされる思
おもい

金
かねの

神
かみ

が神々に知恵を授
ける／5.神楽面のなかには、江戸時代からた
いせつに受け継がれてきたものもある／6.「装
束に袖を通すと、気持ちが引き締まりますね」
と及川竜さん／7.神聖な舞台をいろどる「大
乗飾り」。古代から神道信仰の象徴とされ、鏡
や神職が切りだした切り紙で飾られる

1

4

23567

全国農協観光協会が実施する「第 29 回 民俗芸能と農村生活を考える会」において、2018 年 2 月に上町法印神楽の公演を予定しています。
（※定員に達し、お申し込みを締め切らせていただきました。たくさんのお申し込みまことにありがとうございます）
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願
い
を
込
め
た

削け

ず

り
か
け

群
馬
県
中
之
条
町
六く

合に

地
区

秋田県仙北市角館地区
静
岡
県
静
岡
市
有う

東と
う

木ぎ

地
区

埼
玉
県
東
秩
父
村

鹿
児
島
県
い
ち
き
串
木
野
市

祈
り
の
結
晶
は

と
き
に
花
に
、
と
き
に
杖
に

　

１
月
15
日
は
、
１
月
１
日
の
「
大
正
月
」
に
対

し
て
「
小
正
月
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
の
日
は
旧

暦
で
は
か
な
ら
ず
満
月
の
日
に
あ
た
り
、
豊
穣
や

子
孫
繁
栄
を
願
う
行
事
が
集
中
し
ま
す
。

　

小
正
月
行
事
は
と
に
か
く
賑
や
か
。
厳お
ご
そ

か
な
行

事
が
多
い
大
正
月
よ
り
も
起
源
が
古
い
と
も
い
わ

れ
、
家
の
中
を
様
々
な
作
り
も
の
で
華
や
か
に
飾

り
、
大
声
で
叫
ん
だ
り
叩
い
た
り
と
い
っ
た
所
作

を
と
も
な
う
行
事
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
小
正
月
に
み
ら
れ
る
の
が
、「
削
り
か
け
」

と
呼
ば
れ
る
木
の
祭
具
で
す
。
削
り
か
け
は
南
九

州
か
ら
東
北
ま
で
日
本
列
島
に
広
く
み
ら
れ
ま
す

が
、
も
っ
と
も
盛
ん
な
の
は
中
部
か
ら
北
関
東
に

か
け
て
の
一
帯
。
こ
の
一
帯
で
は
削
り
か
け
は
ハ

ナ
と
呼
ば
れ
、
門
口
や
神
棚
を
は
じ
め
、
屋
内
外

の
要
所
（
戸
口
、
床
の
間
、
火
や
水
の
神
様
、
蔵
、

墓
な
ど
）
に
小
正
月
の
あ
い
だ
飾
ら
れ
ま
す
。

　

ハ
ナ
は
「
花
」
の
こ
と
。
現
実
の
世
界
で
も
こ

う
し
て
花
が
咲
き
、
秋
に
は
豊
か
な
実
り
が
あ
り

ま
す
よ
う
に
、
そ
ん
な
願
い
を
込
め
て
、
初
春
に

花
を
か
た
ど
っ
た
作
り
も
の
を
飾
る
の
で
す
。
多

い
家
で
は
30
か
所
以
上
に
飾
る
の
で
、
ハ
ナ
を
奉

納
し
終
え
る
と
暗
か
っ
た
家
が
ぱ
ぁ
っ
と
明
る
く

な
り
「
あ
あ
、
小
正
月
が
来
た
な
」
と
わ
く
わ
く

し
た
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。

　

削
り
か
け
は
ま
た
、
様
々
な
行
事
の
な
か
で
マ

ジ
カ
ル
な
力
を
も
つ
杖
と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
例
え
ば
「
成な

り
木き

責ぜ

め
」
は
、
柿
や
梨
の
木

に
実
が
た
く
さ
ん
な
る
よ
う
に
、「
な
れ
、
な
れ
」

と
木
を
叩
い
て
脅
す
儀
礼
。「
嫁
叩
き
」
は
新
し

く
お
嫁
さ
ん
に
来
た
女
の
人
の
お
尻
を
叩
き
、
子

ど
も
を
授
か
る
よ
う
に
願
う
行
事
。「
鳥
追
い
」

は
田
畑
を
荒
ら
す
害
鳥
を
大
き
な
音
を
た
て
て
追

い
払
う
行
事
。
子
ど
も
た
ち
が
削
り
か
け
を
手
に

こ
う
し
た
行
事
に
繰
り
だ
し
、
一
年
の
豊
穣
を

願
っ
た
地
域
も
日
本
列
島
に
広
く
あ
り
ま
し
た
。

　

き
た
る
一
年
が
ど
う
か
豊
か
で
幸
せ
な
年
に
な

り
ま
す
よ
う
に
、
家
族
み
ん
な
が
無
事
に
過
ご
せ

ま
す
よ
う
に
、
そ
ん
な
切
実
な
願
い
を
込
め
て
削

り
か
け
は
作
ら
れ
ま
す
。
人
々
の
こ
う
し
た
祈
り

の
気
持
ち
が
、
ひ
と
つ
の
か
た
ち
と
し
て
結
晶
化

し
た
も
の
、
そ
れ
が
削
り
か
け
な
の
だ
と
い
え
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

木
を
削
り
、
花
な
ど
の
形
に
見
立
て
た
「
削
り
か

け
」。
小
正
月
に
な
る
と
門か
ど

口ぐ
ち

や
神
棚
に
飾
っ
た

り
、
特
別
な
力
を
も
つ
杖
と
し
て
様
々
な
行
事
に

使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
各
地
に
伝
わ
る
こ
の

習
俗
。
初
春
を
華
や
か
に
彩
り
新
し
い
年
の
幸
せ

を
願
う
、
伝
統
の
祈
り
の
か
た
ち
で
す
。

今
石
み
ぎ
わ
（
東
京
文
化
財
研
究
所
）

ウ
ル
シ
科
の
ヌ
ル
デ
を
皮
の
ま
ま

削
っ
た
15

cm
ほ
ど
の
削
り
か
け
。

木
に
団
子
を
挿
し
た
マ
ユ
ダ
マ
と

一
緒
に
神
棚
や
仏
壇
、
家
や
蔵
の

入
り
口
、
墓
な
ど
に
飾
り
ま
す
。

六
合
地
区
は
メ
ン
パ
（
弁
当
箱
）

作
り
を
生
業
と
す
る
村
。
そ
の
作

業
に
欠
か
せ
な
い
道
具
・
セ
ン
を

使
う
技
術
を
応
用
し
て
、
素
朴
で

美
し
い
造
形
が
生
み
だ
さ
れ
ま
す
。

人
形
の
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
の
、
ダ
イ
ノ
コ
と
呼
ば

れ
る
削
り
か
け
。
門
口
や
神
棚
に
飾
っ
た
り
、
成
り

木
責
め
に
用
い
ま
す
。
成
り
木
責
め
は
、
柿
な
ど
の

実
の
な
る
木
に
、
秋
の
豊
作
を
約
束
さ
せ
る
ま
じ
な

い
。「
な
る
か
、
な
ら
ぬ
か
、
な
ら
に
ゃ
あ
首
を
切
っ

て
…
…
」
と
調
子
を
つ
け
て
、
ダ
イ
ノ
コ
で
木
の
幹

を
叩
い
て
ま
わ
り
ま
す
。

ク
ル
ミ
の
や
わ
ら
か
い
木
肌
を
小

刀
で
削
っ
た
、
直
径
30

cm

ほ
ど
の

削
り
か
け
。
屋
根
よ
り
高
い
ク
リ

の
木
を
２
本
、
山
か
ら
切
り
出
し

て
門
前
に
立
て
、
そ
の
枝
に
こ
の

木
の
花
を
た
く
さ
ん
な
ら
せ
ま

す
。
心
を
こ
め
て
準
備
し
た
立
派

な
飾
り
も
の
は
山
村
の
雪
景
色
に

映
え
、
厳
か
で
華
や
い
だ
雰
囲
気

を
演
出
し
ま
す
。

岩手県宮古市川井地区

割
り
竹
に
削
り
か
け
と
木
の
棒
を

つ
け
た
飾
り
も
の
。
削
り
か
け
は

花
、
棒
は
実
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。

家
中
は
も
ち
ろ
ん
、
畑
や
堆
肥
場
、

墓
な
ど
屋
外
に
も
華
や
か
に
飾
り

ま
し
た
。
真
っ
白
な
ハ
ナ
が
初
春

の
陽
を
う
け
て
そ
よ
ぐ
さ
ま
は

神
々
し
い
ほ
ど
。
小
正
月
を
迎
え

る
ぴ
り
り
と
し
た
気
持
ち
を
引
き

た
て
て
く
れ
ま
す
。

こ
の
地
域
で
は
、
ネ
コ
ヤ
ナ
ギ
で
作
っ
た
削
り
か
け

（
左
）
と
ハ
ラ
メ
棒
（
右
）
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、
神
棚

や
ご
先
祖
さ
ま
な
ど
に
お
供
え
し
ま
す
。
縞し
ま

文
様
が

特
徴
的
な
ハ
ラ
メ
棒
は
、「
孕は
ら

め
棒
」。
子
ど
も
た
ち

が
「
は
ら
め
、
は
ら
め
」
と
唱
え
な
が
ら
新
婚
の
お

嫁
さ
ん
の
お
尻
を
つ
つ
き
、
子
宝
を
授
か
る
よ
う
に

と
願
っ
た
地
域
も
あ
り
ま
す
。

削
り
か
け
の
形
が
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
て
い
る
の
は
、

北
関
東
。
な
か
で
も
中
之
条
町
の
ハ
ナ
は
別
格
で
す
。

ミ
ズ
キ
の
白
く
や
わ
ら
か
な
木
肌
か
ら
作
ら
れ
る
、

豊
か
な
房
と
繊
細
な
縮
れ
。
こ
の
ハ
ナ
は
か
つ
て
こ

の
一
帯
で
さ
か
ん
だ
っ
た
小
正
月
の
市
で
も
売
ら
れ
、

近
隣
の
多
く
の
家
の
小
正
月
を
華
や
か
に
彩
っ
て
き

ま
し
た
。梵ぼ

ん

天て
ん
の
よ
う
な
形
、
繊
細
な
縮
れ
、

赤
い
色
が
美
し
い
こ
の
削
り
か
け

は
、
古
く
か
ら
変
わ
ら
ぬ
姿
で
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
で
は
子
ど

も
の
玩
具
で
す
が
、
か
つ
て
は
村

を
守
る
塞さ
い

の
神
の
祭
礼
で
杖
に
し

た
り
、
畑
を
荒
ら
す
害
鳥
を
追
う

「
鳥
追
い
」
や
、
新
婚
の
お
嫁
さ
ん

を
追
い
か
け
て
子
孫
繁
栄
を
願
う

行
事
に
も
使
わ
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。

群馬県中之条町大塚地区
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灰あ

汁く

か
ら
生
ま
れ
る

ぷ
る
る
ん
食
感

あ
く
ま
き

ふ
る
さ
と

食
紀
行

木
や
藁わ
ら

を
燃
や
し
て
で
き
た
灰
を

集
め
、
湯
を
通
し
抽
出
し
た
液
を

「
灰あ

く汁
」
と
い
う
。
南
九
州
に
は
、
こ

の
灰
汁
を
使
っ
た
珍
し
い
ち
ま
き
が

あ
る
。
端
午
の
節
句
に
子
ど
も
た
ち

の
健
康
を
願
い
作
ら
れ
て
き
た
と
い

う
。
郷
土
の
味
を
求
め
、
鹿
児
島
市

喜き

入い
れ

生ぬ
く

見み

町
へ
と
向
か
っ
た
。

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市　

み
え
ち
ゃ
ん
の
つ
の
ま
き
本
舗

たっぷりの樫の木の灰に
少しずつ湯を注ぎ、布袋
の下からしたたる灰汁を使
う。その様子はさながら
コーヒーを淹れているよう

火かげんを調整する実信
さん。早朝から日暮れま
でひたすら薪をくべ続ける

長い直方体の「あくまき」
のほか、三角形の「つの
まき」も人気商品

おだやかな鹿児島湾に臨
む土地で、久津輪さん夫
妻はあくまきを作る一晩灰汁に浸けおいたも

ち米はほんのり黄色に。1
日にもち米 10kg ほどを
使ってあくまきを作る

4 時間ほどかけてあくまき
をゆであげる。黒い湯は、
もち米の下準備に使った
灰汁に水を足したもの

文
・
写
真
／
山
本
ゆ
り
こ
（
菓
子
・
料
理
研
究
家
）

親から教わった昔ながら
の製法で、あくまきとつの
まきを作る。もち米・灰汁・
水、材料はすべて地元の
こだわりのものを使う

あくまき（1 本 380g）：400 円
☎・FAX: 099-343-0181

みえちゃんの

つのまき本舗

つ
け
る
人
も
い
る
そ
う
だ
。「
わ
さ
び
醤
油
も

お
つ
だ
っ
て
い
う
人
も
い
ま
す
よ
」
と
、
実

信
さ
ん
が
言
い
添
え
る
。

　
作
り
方
は
シ
ン
プ
ル
。
一
晩
灰
汁
に
浸
し

た
も
ち
米
を
竹
皮
に
包
む
。
そ
れ
を
灰
汁
入

り
の
熱
湯
で
竹
皮
ご
と
長
時
間
煮
る
。
す
る

と
、
灰
汁
に
含
ま
れ
る
炭
酸
カ
リ
ウ
ム
が
作

用
し
、
米
粒
が
溶
け
て
膨
ら
む
と
い
う
。
や

が
て
竹
皮
の
中
で
圧
力
が
高
ま
り
、
き
ね
で

つ
い
た
よ
う
に
も
ち
も
ち
の
食
感
に
な
る
と

い
う
か
ら
く
り
だ
。

　
灰
汁
を
使
う
こ
と
で
微
生
物
の
繁
殖
が
抑

え
ら
れ
、
竹
の
皮
に
も
殺
菌
効
果
が
あ
る
。

か
の
西
郷
隆
盛
も
西
南
戦
争
の
際
、
携
行
食

と
し
て
奨
励
し
た
と
い
う
の
も
納
得
で
あ
る
。

家
庭
で
か
ま
ど
や
囲
炉
裏
が
活
躍
し
て
い
た

時
代
、
身
近
に
あ
っ
た
灰
を
生
か
し
て
作
っ

た
保
存
食
。
先
人
の
知
恵
に
は
、
本
当
に
頭

が
下
が
る
と
い
う
も
の
だ
。

ふ
た
り
に
案
内
さ
れ
作
業
場
へ
入
る

と
、
石
造
り
の
か
ま
ど
が
出
迎
え
て

く
れ
た
。
朝
４
時
過
ぎ
か
ら
薪
を
く
べ
て
い

る
と
い
う
そ
の
か
ま
ど
に
は
、
大
鍋
が
鎮
座

し
、
煮
え
立
つ
黒
い
灰
汁
の
中
で
あ
く
ま
き

が
ぐ
ら
ぐ
ら
と
ゆ
で
ら
れ
て
い
た
。

　
あ
く
ま
き
の
味
を
左
右
す
る
こ
の
灰
汁
は

手
作
り
。「
樫
の
木
の
灰
が
一
番
上
等
。
堅
い

木
じ
ゃ
な
い
と
い
い
灰
汁
が
と
れ
な
い
ん
で

す
よ
」
と
実
信
さ
ん
。「
こ
こ
ら
は
鰹
節
が
特

産
で
す
か
ら
ね
。
燻い

ぶ

す
の
に
使
っ
た
樫
の
木

の
灰
を
わ
け
て
も
ら
う
ん
で
す
」
と
美
枝
子

さ
ん
が
続
け
る
。
灰
に
は
こ
の
土
地
な
ら
で

は
の
秘
密
が
あ
っ
た
。

　
そ
の
灰
を
布
袋
に
詰
め
、
鉄
釜
で
沸
か
し

た
水
を
ゆ
っ
く
り
と
注
ぎ
、
た
っ
ぷ
り
と
灰

の
成
分
を
抽
出
す
る
。
い
い
塩
梅
に
整
え
ら

れ
た
灰
汁
を
な
め
て
み
る
と
、
ピ
リ
ッ
と
し

た
刺
激
と
苦
味
が
舌
の
上
を
走
っ
た
。

　
美
枝
子
さ
ん
は
特
製
の
灰
汁
に
つ
け
た
も

ち
米
を
竹
の
皮
で
手
際
よ
く
包
ん
で
い
く
。

こ
の
も
ち
米
も
ま
た
特
別
。
美
枝
子
さ
ん
の

姉
が
丹
精
し
た
米
を
籾も

み

の
状
態
で
保
存
し
、

作
る
直
前
に
精
米
し
て
い
る
そ
う
。

　
シ
ン
プ
ル
だ
か
ら
こ
そ
、灰
に
も
、水
に
も
、

そ
し
て
、
米
に
も
久
津
輪
さ
ん
夫
妻
の
こ
だ

わ
り
が
見
え
る
。

「
お
客
さ
ん
が
お
客
さ
ん
を
呼
ん
で
く
れ
て
、

お
か
げ
さ
ま
で
12
年
も
続
け
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
」
と
、
目
を
細
め
る
美
枝
子
さ
ん
。

「
わ
ざ
わ
ざ
ア
メ
リ
カ
か
ら
買
い
に
来
て
く

れ
た
人
も
い
る
と
で
す
よ
」
と
、
実
信
さ
ん

が
う
れ
し
そ
う
に
笑
っ
た
。

　
海
を
越
え
た
あ
く
ま
き
。
手
塩
に
か
け
た

娘
が
嫁
入
り
し
た
よ
う
で
、
私
ま
で
う
れ
し

く
な
っ
た
。

お

の
皮
を
開
く
と
現
れ
る
し
っ
と
り
と

し
た
琥
珀
色
の
か
た
ま
り
。
何
も
つ

け
ず
に
口
に
含
む
と
、
か
す
か
な
硫
黄
の
香

り
が
鼻
孔
を
抜
け
る
。鹿
児
島
で
は
最
も
ベ
ー

シ
ッ
ク
な
あ
く
ま
き
の
相
棒
と
い
う
き
な
こ

を
ま
ぶ
し
て
も
う
ひ
と
た
び
…
…
。

　
驚
い
た
！
　
甘
い
き
な
こ
に
よ
っ
て
、
よ

く
で
き
た
わ
ら
び
も
ち
を
思
わ
せ
る
風
味
へ

と
昇
華
し
た
。
表
面
は
ぷ
る
る
ん
と
や
わ
ら

か
く
、
中
は
も
ち
米
の
し
な
や
か
な
弾
力
を

感
じ
る
。「
癖
に
な
る
味
」
と
い
う
の
は
、
こ

う
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
あ
く
ま
き
を
昔
な
が
ら
の
製
法
で

作
っ
て
い
る
の
が
、
久く

津つ

輪わ

美
枝
子
さ
ん

（
65
）と
実
信
さ
ん（
67
）夫
妻
。
地
元
で
は
黒

砂
糖
を
か
け
た
り
、
鹿
児
島
の
甘
い
醤
油
を

あくまき

つのま
き

竹
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125g 810 円
沢屋
☎ 0267-46-2400

120 ｇ 850 円
カタシマ
☎ 079-664-0351

80g 270 円
東陽交流センター せせらぎ
☎ 0965-65-2112

15 ｇ× 5 個 864 円
廣久葛本舗
☎ 0946-25-0215

1 瓶（6 回分）
1,080 円
エトファルト
☎ 0745-84-3707

120ml 1,080 円
オリーブアイランド
☎ 0879-62-9773

香
り
爽
や
か
、
キ
レ
あ
る
辛
み

農
家
の
お
や
つ
は

甘
く
て
刺
激
的

し
み
わ
た
る
野
山
の
滋
養

風
味
優
雅
な
箱
入
り
娘

辛
さ
や
み
つ
き
、
あ
と
ひ
く
コ
ク

ご
当
地

美
味

だ
よ
り

奈
良
県  

◎

香
川
県 

◎

兵
庫
県  

◎

熊
本
県  

◎

福
岡
県 

◎

長
野
県  

◎

あ
っ
た
か
フ
ー
ド

心
ほ
ぐ
れ
る

　
柑
橘
や
ミ
ン
ト
を
思
わ
せ
る
フ

ル
ー
テ
ィ
ー
な
香
り
が
特
徴
の
朝

倉
山
椒
。
ぴ
り
り
と
し
た
辛
味
成

分
・
サ
ン
シ
ョ
オ
ー
ル
は
新
陳
代

謝
を
促
し
発
汗
作
用
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
タ
プ
ナ
ー
ド
は
、
た
っ
ぷ
り

の
朝
倉
山
椒
に
刻
ん
だ
オ
リ
ー
ブ

や
ニ
ン
ニ
ク
な
ど
を
あ
わ
せ
た
南

仏
風
の
万
能
調
味
料
。
サ
ラ
ダ
や

パ
ン
に
添
え
た
り
、
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ

シ
ュ
の
魚
や
肉
の
ソ
ー
ス
に
し
た

り
と
応
用
力
の
高
さ
が
魅
力
的
。

フ
レ
ッ
シ
ュ
な
香
り
と
辛
み
が
食

卓
を
彩
り
ま
す
。

　
九
州
の
山
々
に
自
生
す
る
30
～

50
年
も
の
の
葛
の
根
か
ら
作
る
葛

湯
で
す
。
大
地
の
精
気
を
た
っ
ぷ

り
と
吸
い
上
げ
た
根
は
、
人
の
背

丈
ほ
ど
の
大
き
さ
に
な
る
と
か
。

そ
の
根
を
砕
い
て
水
に
幾
度
も
さ

ら
し
、
１
年
程
か
け
て
精
製
し
た

も
の
で
す
。
じ
っ
く
り
と
湯
に
溶

け
ば
、
と
ろ
み
が
つ
き
優
し
い
香

り
が
立
ち
上
り
ま
す
。
寒
い
日
の

朝
食
時
や
病
み
上
が
り
の
食
事
に

も
も
っ
て
こ
い
。
湯
の
か
わ
り
に

ホ
ッ
ト
ミ
ル
ク
や
コ
ー
ヒ
ー
を
使

う
の
も
◎
。

写
真
／
栗
林
成
城
　
ス
タ
イ
リ
ン
グ
／
大
星
道
代

冬
の
寒
さ
が
厳
し
さ
を
増
し
、
体
も
心
も
こ
わ
ば
り
が
ち
。
そ

ん
な
季
節
に
じ
ん
わ
り
と
体
を
温
め
、
ほ
っ
と
一
息
つ
け
る
よ

う
な
〝
あ
っ
た
か
フ
ー
ド
〟
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
シ
ョ
ウ
ガ
の
一
大
産
地
・
熊
本

県
八
代
市
。
シ
ョ
ウ
ガ
を
砂
糖
で

煮
詰
め
た
菓
子
は
、
古
く
か
ら
農

家
の
定
番
お
や
つ
だ
そ
う
。
繊
維

が
き
め
細
か
く
、
食
感
は
サ
ク
サ

ク
。
甘
さ
の
後
か
ら
ス
パ
イ
シ
ー

な
シ
ョ
ウ
ガ
の
風
味
が
鼻
腔
を
抜

け
ま
す
。
試
食
品
を
店
頭
に
お
け

ば
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
る
こ
と
か
ら
、

地
元
で
は
「
販
売
員
い
ら
ず
」
と

も
呼
ば
れ
る
と
か
。
そ
の
ま
ま
食

べ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
砂
糖
が
わ

り
に
紅
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
に
い
れ
る

の
も
お
す
す
め
で
す
。

　
在
来
種
の
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
中
で

も
ひ
と
き
わ
辛
み
成
分
が
豊
富
な

品
種
・
香
川
本
鷹
。
４
０
０
年
以

上
の
歴
史
を
持
ち
ま
す
が
、
作
る

の
が
難
し
く
、
生
産
者
は
数
え
る

ほ
ど
で
〝
幻
〟
と
言
わ
れ
る
こ
と

も
。
そ
の
希
少
な
ト
ウ
ガ
ラ
シ
と

香
川
特
産
の
ニ
ン
ニ
ク
を
オ
リ
ー

ブ
オ
イ
ル
に
漬
け
て
エ
キ
ス
を
抽

出
。
辛
い
け
れ
ど
角
は
な
く
、
豊

か
な
コ
ク
と
と
も
に
口
い
っ
ぱ
い

に
風
味
が
広
が
り
ま
す
。
ピ
ザ
や

パ
ス
タ
の
調
味
料
、
野
菜
炒
め
の

味
付
け
な
ど
に
も
マ
ッ
チ
し
ま
す
。

　
江
戸
時
代
か
ら
体
調
を
整
え
る

生
薬
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
た
サ

フ
ラ
ン
。
輸
入
品
が
多
い
中
で
、

こ
ち
ら
の
ス
ー
プ
に
使
う
サ
フ
ラ

ン
は
自
家
菜
園
で
育
て
た
も
の
。

品
質
の
決
め
手
は
室
内
栽
培
。
風

雨
に
さ
ら
さ
れ
な
い
の
で
、
味
・

香
り
・
色
と
い
っ
た
サ
フ
ラ
ン
の

特
性
が
存
分
に
引
き
出
さ
れ
る
そ

う
。
芳
醇
な
風
味
の
ス
ー
プ
は
、

野
菜
や
魚
介
類
と
相
性
抜
群
。
野

菜
た
っ
ぷ
り
の
鍋
や
、
リ
ゾ
ッ
ト

に
使
え
ば
あ
ま
す
こ
と
な
く
サ
フ

ラ
ン
の
魅
力
を
楽
し
め
ま
す
。

　
信
州
の
冷
涼
な
高
原
で
実
を
結

ぶ
ク
ル
ミ
は
、
た
っ
ぷ
り
と
良
質

な
油
分
を
蓄
え
ま
す
。
そ
の
油
分

に
含
ま
れ
る
不
飽
和
脂
肪
酸
は
、

血
の
巡
り
を
助
け
る
そ
う
。
収
穫

し
た
て
の
ク
ル
ミ
と
、
地
元
産
の

フ
レ
ッ
シ
ュ
な
牛
乳
で
作
っ
た
バ

タ
ー
ク
リ
ー
ム
は
、
ま
さ
に
地
元

の
味
の
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
。
実
を
粗

め
に
砕
く
こ
と
で
、
ザ
ク
ザ
ク
し

た
食
感
と
、
じ
ゅ
わ
り
と
広
が
る

味
わ
い
を
楽
し
め
ま
す
。
パ
ン
に

塗
っ
て
軽
く
あ
ぶ
れ
ば
、
さ
ら
に

香
ば
し
い
風
味
を
堪
能
で
き
ま
す
。

ふ
く
よ
か
な

ナ
ッ
ツ
の
ア
ロ
マ
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2018. February

村の魅力がいっぱい！

本会の創立 50周年を記
念した特別企画の舞台
は椎葉村です。夜神楽
や郷土料理作りなど、日
本古来の伝統文化や暮ら
しをたっぷり味わえる内
容です。

（全国農協観光協会／市場）

援農や田舎暮らし、食育
探訪など、企画に参加し
たみなさんの活動の様子
をリポート！

上椎葉地区の夜神楽は、
平家の落人伝説が伝わる
椎葉厳島神社で、夜を徹
して奉納される

調理場はふくよかな大豆
の香りでいっぱいに。刻
んだ野菜がたっぷり入って
いるので食べごたえ抜群

無病息災を願って弓の間
をくぐる「弓通し」（左上）
と力比べにサカキを引っ
張りあう「芝引き」（右下）

全国農協観光協会は日本の農業を守り、豊かな食文化をつなぐために、全国で都市と
農村の交流事業を行っています。地域農業を応援する「快汗！ 猫の手援農隊」や移住・
就農のきっかけをつくる「田舎暮らし体験」、食文化を学ぶ「田舎でいいね！ 食育探訪」
など、季節に合わせて多彩な企画を実施。全国農協観光協会の会員組織「ふるさと
倶楽部」の会員のみなさんを中心に農山漁村が持つ魅力を味わっていただいています。

　

深
い
山
々
を
抜
け
た
先
、
静
寂
に
包

ま
れ
た
村
が
姿
を
現
し
ま
す
。
戦
に
敗

れ
た
平
家
の
人
々
が
逃
げ
延
び
た
と
い

う
伝
説
が
残
り
、
豊
か
な
森
に
抱
か
れ

た
そ
の
姿
か
ら
“
秘
境
”
と
も
呼
ば
れ

る
地
。
今
回
は
、
こ
こ
椎
葉
村
に
伝
わ

る
暮
ら
し
や
文
化
を
体
験
し
よ
う
と
、

１
泊
２
日
の
企
画
に
全
国
か
ら
９
人
の

参
加
者
が
集
い
ま
し
た
。

「
目
玉
は
な
ん
と
い
っ
て
も
椎
葉
神
楽
。

地
域
の
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
夜
神
楽
を

オ
ー
ル
ナ
イ
ト
で
体
験
で
き
ま
す
」

　

と
話
す
の
は
、
案
内
役
の
全
国
農
協

観
光
協
会
の
市
場
さ
ん
。
村
に
到
着
し

た
一
行
は
、
緑
あ
ふ
れ
る
自
然
の
中
で

深
呼
吸
し
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
。
さ
っ
そ

く
村
の
博
物
館
で
神
楽
の
予
習
で
す
。

「
狩
り
や
田
畑
を
耕
す
姿
を
舞
で
表
現

す
る
の
が
特
徴
で
す
ね
。
神
様
に
猪
や

鹿
の
肉
の
ほ
か
、
粟あ
わ

や
大
豆
な
ど
の
穀

物
を
奉
納
し
ま
す
」

　

と
、
ガ
イ
ド
の
山
中
さ
ん
が
教
え
て

く
れ
ま
し
た
。

「
狩
猟
に
農
耕
、
そ
し
て
信
仰
、
暮
ら

し
の
様
々
な
こ
と
が
神
楽
に
結
び
つ
い

　

そ
し
て
演
目
は
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
の
「
か
ん

し
い
」
へ
。
お
囃
子
に

合
わ
せ
て
太
刀
を
振
る

う
大
迫
力
の
舞
で
す
。
一
時
間
に
も
お

よ
ぶ
勇
壮
な
舞
が
披
露
さ
れ
る
と
会
場

は
拍
手
の
嵐
。「
す
ご
い
一
体
感
と
高

揚
感
で
す
ね
」
と
、
参
加
者
の
大
澤
さ

ん
は
感
激
し
た
様
子
。
こ
う
し
て
、
心

地
よ
い
お
囃
子
の
音
色
に
包
ま
れ
な
が

ら
夜
は
更
け
て
い
き
ま
し
た
。

　

翌
朝
は
、
昔
な
が
ら
の
大
釜
を
使
い

郷
土
料
理
の
菜
豆
腐
作
り
に
挑
戦
で
す
。

「
大
豆
が
貴
重
だ
っ
た
時
代
に
、
身
近

な
野
菜
を
入
れ
て
か
さ
増
し
し
た
の
が

始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
」

　

そ
う
説
明
す
る
の
は
、
地
元
の
豆
腐

店
の
那
須
さ
ん
。
大
豆
の
香
り
い
っ
ぱ

い
の
湯
気
の
中
か
ら
鮮
や
か
な
菜
豆
腐

が
現
れ
る
と
「
色
と
り
ど
り
」「
ケ
ー

次ページでは、
日本の農山漁村を応援する
最新企画をご紹介しています。

笛
の
音
響
く

神
楽
の
里

キ
み
た
い
で
か
わ
い
い
」
と
大
好
評
。

野
菜
の
食
感
が
心
地
い
い
、
村
な
ら
で

は
の
味
を
堪
能
し
ま
し
た
。

　

あ
っ
と
い
う
ま
に
時
が
た
ち
、
椎
葉

の
暮
ら
し
を
満
喫
し
た
一
行
。
帰
り
の

バ
ス
で
は
「
ま
だ
笛
の
音
が
聞
こ
え
る

気
が
す
る
」
と
大
盛
り
上
が
り
。
参
加

者
の
成
井
さ
ん
は
「
こ
の
音
色
は
ず
っ

と
心
に
残
り
続
け
る
わ
ね
」
と
ほ
ほ
え

む
の
で
し
た
。

て
い
る
ん
で
す
ね
」
と
、

参
加
者
の
梅
津
さ
ん
。

　

提
灯
に
明
か
り
が
灯

さ
れ
太
鼓
の
音
が
村
に

響
く
と
、
お
待
ち
か
ね
の
夜
神
楽
が
ス

タ
ー
ト
。
序
盤
の
見
せ
場
は
「
子
ど
も

神
楽
」
で
す
。
女
子
児
童
に
よ
る
愛
ら

し
く
も
優
雅
な
舞
に
、
観
客
は
う
っ
と

り
。
舞
台
は
ま
た
た
く
ま
に
お
ひ
ね
り

で
い
っ
ぱ
い
に
。
梅
津
さ
ん
も
立
ち
上

が
り
、
お
ひ
ね
り
を
ひ
と
つ
。「
地
元

の
方
々
と
一
緒
に
神
楽
を
味
わ
え
る
な

ん
て
ぜ
い
た
く
で
す
ね
」
と
に
こ
や
か

に
話
し
ま
す
。

　

演
目
の
合
間
に
は
蕎
麦
や
猪
肉
の
串

焼
き
、
焼
酎
な
ど
が
配
ら
れ
、
だ
ん
だ

ん
と
お
祭
り
ム
ー
ド
が
高
ま
り
ま
す
。

　

午
前
２
時
、見
ど
こ
ろ
の
「
芝
引
き
」

が
始
ま
り
ま
す
。
芝
引
き
は
、
神
聖
な

植
物
の
サ
カ
キ
を
引
っ
張
り
あ
い
神
々

が
力
比
べ
を
す
る
演
目
。
山
の
神
に
見

立
て
ら
れ
た
観
客
が
、
鬼
の
面
を
つ
け

た
舞
手
と
い
ざ
勝
負
。
挑
戦
し
た
安
元

さ
ん
は
「
一
瞬
体
が
固
ま
っ
ち
ゃ
っ
た

け
ど
、
こ
ち
ら
も
離
す
ま
い
と
意
地
で

し
た
ね
」
と
興
奮
し
た
様
子
で
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。

イラスト／佐々木一澄（P16 〜 18）

50 周年特別企画
椎葉村の田舎暮らし

いい香り～

エイヤッエイヤ！

村のシンボ
ル「鶴富屋

敷」の長い
縁側でハイ

、チーズ！
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　特集（P2 ～ 6）で紹介した、チューリップの球根作
りのお手伝いをします。チューリップは春になると美
しい花を咲かせますが、球根の肥大を促すために、
その花をいっせいに摘まなくてはいけません。色とり
どりの花に囲まれての作業は格別。高岡の春を満喫
しながら、身も心もリフレッシュしに行きましょう！

　果樹王国として知られる和歌山県。中でも柿は生
産量日本一。大きくおいしい柿を作るためには蕾

つぼみ

を
摘み取る「摘蕾」がかかせません。作業は指で蕾を
押して取っていきます。木に負担をかけず取りやすく
かんたん。手作業だからこそ援農隊の協力が必要で
す。みなさんで農家さんをお手伝いしに行きましょう！

　豊かな水資源を守り、生物多様性を育むなど、多
彩な役割を持つ棚田。そんな棚田での米作りを通じ
て、農業や食について学ぶ企画です。4 月の田植え
の際は、近隣で採れた海苔を使って海苔すき体験も
予定。8 月の収穫時には、育てたお米で郷土料理の
太巻き寿司を作り、大地の恵みを味わいます。

チューリップ花摘み隊

柿・摘
て き

蕾
ら い

隊

君津の棚田でお米づくりスクール
～自然豊かな棚田でお米づくり！～

4 月18 日 ( 水 ) ～ 20 日 ( 金 )

5 月1日 ( 火 ) ～ 2 日 ( 水 )

4 月 28 日 ( 土 )・8 月 25 日 ( 土 )

富山県 高岡市

和歌山県 紀の川市

千葉県 君津市

本会は日本の農業を守り、豊かな食文化をつなぐために、全国で
都市と農村の交流事業を行っています。地域農業を応援する「快
汗！ 猫の手援農隊」や移住・就農のきっかけをつくる「田舎暮らし
体験」、食文化を学ぶ「田舎でいいね！ 食育探訪」など、季節に合
わせて多彩な企画を実施しています。日本の農山漁村を応援する最
新企画をご紹介！

このページの企画募集は、
広報誌『ふれあい』同封チラシ、
または全国農協観光協会
ホームページをご参照ください。

https://www.znk.or.jp/
全国農協観光協会ホームページ

2018. February

都心から1 時間と、身近な里
山風景が魅力の君津市。山
の湧き水を利用して米を栽培
しています。ゲンジボタル等
が生息する自然豊かな土地
で、手作業での田植え・稲刈
りをして過ごしてみませんか？

「たくさん実を成らせた方がい
いのに」と思われるかもしれ
ませんが、そうすると養分が
分散し、小さくて甘くない柿
になってしまいます。おいしい
柿を作るためにも、みなさま
の応援お待ちしています！

中腰で作業する花摘みは体
力的にもたいへんですが、か
わいいチューリップがみなさん
を待っています。久しぶりの
再会や新しい出会いを楽しみ
にしています。

柿の蕾

JA きみつ
市原さん

柿農家
岡さん

チューリップ農家
高畑さん

高齢化・過疎化が進み、全国で農業の担い手不足が深刻な
状況です。豊かな自然の中で、魅力あふれる地域農業をお
手伝いしてみませんか？ 日本の農業に役立ちたい、土にふれ
て健康的な生活をしたい、といった方におすすめの企画です。

食と農に対して理解を深めることを目的とした交流企画です。
農山漁村を訪ねて、伝統的な食文化を味わい、農産物の生
産現場を体験します。食育に関心の高い子育て世代や学生を
中心に、大人から子どもまで、幅広い方 を々対象としています。

message

message

message

  

『
ふ
れ
あ
い
』（
２
０
１
７
年
６
月
号
）
で
も
紹
介
さ

れ
た
、
平
家
の
落
人
伝
説
や
色
あ
ざ
や
か
な
菜
豆
腐
で

知
ら
れ
る
宮
崎
県
椎
葉
村
へ
、「
椎
葉
の
田
舎
暮
ら
し
」

に
参
加
し
、
神
楽
を
見
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
神
楽
は
夜
７
時
か
ら
翌
朝
８
時
ま
で
と
長
丁
場
。「
子

ど
も
神
楽
」
で
一
生
懸
命
舞
う
子
ど
も
た
ち
へ
の
お
ひ

ね
り
が
多
か
っ
た
こ
と
や
、「
芝
引
き
」
の
演
目
で
の

観
客
と
舞
手
が
サ
カ
キ
を
引
き
合
う
様
子
が
場
を
盛
り

上
げ
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
る
で
神
が
乗
り
移
っ
た
か
の

よ
う
な
踊
り
手
と
太
鼓
・
笛
の
奏
者
は
一
生
懸
命
。
見

る
方
も
睡
魔
と
の
闘
い
で
一
生
懸
命
で
し
た
。

　
翌
日
は
菜
豆
腐
を
作
り
、
お
み
や
げ
に
持
ち
帰
り
ま

し
た
。
焼
畑
農
業
の
野
焼
き
も
、
い
つ
か
参
加
し
て
み

た
い
行
事
で
す
。

ふ
れ
あ
い
編
集
部
か
ら
の
声

読
者
か
ら
の
お
便
り

　
企
画
に
ご
参
加
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
地
元
の
方
々
の
神
楽
へ
の
思
い
や
村
の
魅
力
を
感

じ
て
い
た
だ
け
た
よ
う
で
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
今
号

の
「
ふ
る
さ
と
倶
楽
部
通
信
」（
Ｐ
16
〜
17
）
で
も
椎

葉
村
で
行
っ
た
企
画
の
様
子
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
Ｐ
10
〜
11
で
は
伝
統
的
な
祭
具
「
削
り
か
け
」
を
ご

紹
介
し
て
い
ま
す
。
春
の
先
触
れ
と
し
て
心
を
華
や
か

に
す
る
た
め
の
工
夫
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
昔
の
人

の
知
恵
や
技
を
感
じ
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

全国農協観光協会は、JA グループの都市農村交
流を担う一般社団法人です。「ふるさと倶楽部」は
全国に会員を持つ、元気な農村づくりをめざした
農村の応援団的組織です。入会金・年会費は無料
で、いつでもご自由に入退会いただけます。会員
のみなさまには、魅力あるふるさと情報、農山村
での体験・援農企画をご案内する広報誌『ふれあ
い』を、隔月（偶数月）で無料にてお送りいたしま
す。「ふるさと倶楽部」への入会は、ホームページ・
電話・FAX にてお申し込みください。

※現在、本誌がご自宅に届いている方は、「ふるさと倶
楽部」会員としてすでにご登録いただいておりますので、
お申し込みは不要です。

読者のみなさまからのお便りを募集しています。テーマや形式（はがき、イラ
スト、写真など）は自由で、企画・イベントに参加されての感想や本誌への要望、
農業・農村とかかわりのある身の回りの出来事、最近思うことなど、下記の要
領にて「ふれあい係」までお送りください。投稿文の場合は、250字程度でま
とめてください。掲載させていただいた方には、記念品をプレゼントいたします。

〈応募方法〉住所・電話番号・氏名・年齢・性別をお書き添えのうえご応募く
ださい。基本的に原文のまま掲載しますが、割愛・補足させていただくことが
あります。お送りいただいたものは、掲載の有無にかかわらず返却いたしませ
んので、ご了承ください。個人情報は本会のプライバシーポリシーに基づき、
適正に取り扱います。
〈締め切り〉2018 年 4 月号掲載分は、2 月 28 日必着でお願いします。
〈宛先〉〒 101-0021　東京都千代田区外神田 1-16-8　N ツアービル４階
一般社団法人　全国農協観光協会　ふれあい係
TEL：03-5297-0321　FAX：03-5297-0260
E-mail：zennoukan@i-znk.jp

ふれあい 2 月号

年 6 回発行（ 4 月、6 月、8 月、10 月、12 月、2 月）
公式ウェブサイト・Facebook もぜひご覧ください。

表紙／須飼秀和
アートディレクション／野本奈保子
デザイン／ノモグラム
印刷／共同印刷株式会社

Facebook

公式ウェブサイト

● 本誌掲載の記事、写真、イラスト等を無断で転載、複写、複製することは固くお断りします。
● 本誌で取り上げた情報は、取材時のものとなります。
● 本誌で取り上げた商品等の価格は税込みで、販売先・時期等によって異なることがあります。

一般社団法人全国農協観光協会は、2017年に設
立 50 周年を迎えました。都市と農村の架け橋とし
ての役割をさらに発揮し、会員・地域の期待に応え、
農山漁村を活性化する取り組みの輪を全国に広げ
ていきます。

お便り募集のお知らせ「ふるさと倶楽部」と
『ふれあい』のご案内

▶http://www.znk.or.jp

▶ https://www.facebook.com/fureai.n

ふ
れ あ

い 広 場

『
ふ
れ
あ
い
』
編
集
部
　
小
泉

（
東
京
都
　
女
性
）
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